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特 集 直前期につぶしておきたい重要テーマ①

　こんにちは。いよいよ試験直前期に突入し、焦りを覚えて
いる人も多いことと思います。3 月以降の時期は、法律科目
を攻略するにおいて、知識を広げることは得策ではありませ
ん。それよりも、試験で出題されやすいテーマに絞って学習
することが大切です。そこで、今回は法律科目（憲法・民法・
行政法）で直前期につぶしておきたい重要テーマについて解
説いたします。

1 憲法

　憲法は「人権」と「統治」に分かれますので、それぞれ出
題されやすいテーマを解説していきます。
　まず、「人権」は判例学習が重要になりますが、違憲判決が
あるテーマは出題されやすい傾向にあります。したがって、
法の下の平等、政教分離原則、職業選択の自由、財産権は優
先的に学習しましょう。次に、違憲判決はないものの、判例
数が多いため出題されるテーマを押さえましょう。具体的に
は、人権享有主体性と表現の自由がこれに該当します。最近
はインターネットをめぐる誹謗中傷が問題になっていますの
で、表現の自由と名誉権との関係には要注意です。最後に条
文の多さから出題されやすくなっているテーマをご紹介しま
す。ズバリ人身の自由です。憲法の人権の中で一番条文数が
多いので、自ずと出題されやすくなります。

【人権】

　・人権享有主体性　　　・表現の自由
　・法の下の平等　　　　・政教分離原則
　・職業選択の自由　　　・財産権　　　・人身の自由

　次に、「統治」は大きく、国会、内閣、司法、財政、地方自

治に分かれますが、この中で一番出題されているのは国会で
す。衆議院の優越や国会の会期、議員の特権、国政調査権など
が頻出です。次に出題されやすいのは司法です。ここは統治の
中で、判例をメインに出題することのできる珍しい分野ですの
で、テーマとして選ばれやすい傾向にあります。しかも、近時、
司法権の限界に関する判例変更（地方議会議員の出席停止の懲
罰）や違憲判決（在外国民国民審査違憲判決）が出ていて、時
事でも出題が予想される重要テーマと言えます。ちなみに、内
閣や財政は範囲が狭く出題される知識が固定化されているとい
う特徴があります。したがって、コスパがいいので余裕があれ
ば直前期に一度復習しておくとよいでしょう。内閣であれば、
内閣総理大臣の地位と権能、解散、内閣総辞職あたりが出題さ
れやすいです。一方、財政は条文知識が大切なので、83 条～
91 条を素読しておくことをおススメします。

【統治】

　・国会　　　・内閣　　　・司法　　　・財政

2 民法

　民法は非常に範囲が広いので、直前期には重点箇所のみ学
習する受験生が多いです。以下では「総則・物権」「債権・家族」
に分けて直前期に学習しておくべき重要テーマを示していき
ます。
　まず、「総則・物権」からです。「総則」は出題されるテー
マに偏りがないという特徴があります。したがって、ご自身
の受験先における過去の出題履歴を見て周期を捉えることが
重要です。ただ、その中でも比較的出題されやすいテーマは
意思表示と代理の 2 つです。意思表示は、近年の民法改正で

心裡留保や錯誤、詐欺に関するルールが変更されました。ま
だ出題がそこまで多くないので、今後改正点を踏まえた出題
が多くなることが予想されます。虚偽表示については、94 条
2 項の「第三者」や 94 条 2 項類推適用をはじめ、判例が数
多く存在するため、出題されやすくなります。一方、代理は、
無権代理の処理や無権代理と相続など、無権代理を軸とした
出題が多く見られます。
　「物権」については、まず優先的に不動産物権変動を押さえ
ましょう。判例が多くて嫌になるかもしれませんが、一番出
題されやすいテーマなので、受験生としては我慢してマスター
するしかありませんね。ほかにも、即時取得や占有権などが
頻出です。これら 2 つは不動産物権変動に比べると比較的楽
なテーマといえます。

【総則・物権】

　・意思表示　　　・代理　　　・不動産物権変動
　・即時取得　　　・占有権

　次に、「債権・家族」についてです。「債権総論」の分野からは、
債務不履行、債権者代位権・詐害行為取消権、保証、債権譲
渡、弁済が頻出テーマです。債務不履行は債権で一番初めに
学習するので、あまり苦手にする人はいないかもしれません。
損害賠償のルールが出やすいので、条文をしっかりと押さえ
るようにしてください。債権者代位権・詐害行為取消権は、
量が多く、制度趣旨が似ているので混同しがちなテーマです。
両者の共通点や相違点に着目して、一度表などで整理してみ
るとよいかもしれませんね。保証は付従性や補充性、連帯保証、
債権譲渡はいわゆる債権譲渡制限特約、弁済は第三者による
弁済を苦手にする人が多いので、ピンときた方は今一度知識
を整理しておきましょう。これらは選択肢の 1 つに必ず入っ
てくるといってもいい重要知識です。
　「債権各論」では、売買、賃貸借の 2 つが頻出です。毎年ど
ちらかのテーマが出題されると考えてよいでしょう。分量は
賃貸借の方が多いので、作問者の立場からすると賃貸借の方
が問題は作りやすいです。売買は契約不適合責任を中心に出
題がなされると思いますので、種類とその要件を確認してお
きましょう。また、契約以外の債権発生原因としては、不法
行為が永遠のＡランクです。一般不法行為と特殊の不法行為
があり、どちらも大切なので、演習を通じて判例を押さえて
いくことが肝要です。
　「家族」は、「親族」と「相続」に分かれますが、出題がも
ともと少ないので、捨ててしまう受験生も多いです。しかし、
ヤマを張って当たった時には解けるようにしていただきたい
という趣旨で、あえて頻出テーマを列挙します。「親族」は婚
姻が頻出です。「相続」は相続人と相続分がよく出題されてい
ます。相続のルールを聞きたいときには、必ず相続人と相続
分の知識が絡んできますので、自ずと出題頻度があがるとい
う感じです。特に代襲相続の理解は必須です。

【債権・家族】

　・債務不履行　　　　　・債権者代位権
　・詐害行為取消権　　　・保証　　　・債権譲渡

　・弁済　　　　　・売買　　　・賃貸借
　・不法行為　　　・婚姻　　　・相続人と相続分

3 行政法

　行政法は、大きく「行政法理論」と「法分野」に分けて重要テー
マを列挙していきます。試験によってまちまちですが、「法分
野」の方に多くの出題が見られます。
　まず「行政法理論」からです。行政法理論は広く「行政行為」
を中心に問題が作られることが多いです。例えば、行政行為
の種類や効力、附款、瑕疵、行政裁量、取消しと撤回などが
これに当たります。そして、これらを単体として出題してく
る場合もあれば、「行政行為について」という形で 1 問にまと
めて出題してくることもあります。受験生としては、どちら
にも対応できるように準備をしておく必要があります。これ
らの中でちょっと厄介なのが、行政裁量です。行政裁量は伝
統的な分類もありますが、出題のほとんどは判例知識に偏っ
ており、しかもその数がめちゃめちゃ多いからです。次に、
行政強制が頻出テーマになります。行政強制には行政上の強
制執行（代執行、執行罰、直接強制、強制徴収）、即時強制、
行政罰（行政刑罰と秩序罰）が含まれます。それぞれの違い
を中心に類型と具体例をしっかりと暗記しておけば点数につ
ながります。

【行政法理論】

　・行政行為　　　・行政強制

　次に、「法分野」ですが、ここは毎年出題される行政事件訴
訟法と国家賠償法を中心に学習を進めましょう。出題される
ことはほぼ確実なので、ここを外した学習はナンセンスです。
行政事件訴訟法の出題は大きく 3 つのパートに分けられます。
すなわち、訴訟要件（処分性、原告適格、狭義の訴えの利益）、
訴訟類型（抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟）、取
消訴訟の審理の 3 つです。ここさえ押さえておけば得点につ
ながります。特に訴訟類型と取消訴訟の審理をしっかりとイ
ンプットしておくことが大切です。一方、国家賠償法はもと
もと 6 条しかない法律なので、出題のほとんどが判例に偏り
ます。したがって、事案の概要を含め、結論部分を一つ一つ
丁寧に暗記していくことが求められます。
　上記 2 つの法律以外でいうと、行政手続法と行政不服審査
法が頻出となります。ただ、こちらは毎年出題されるとは限
らないので、過去問の周期をしっかりと分析することをおス
スメします。受験生の中にはこの 2 つの法律の区別がついて
いない人もいますので、しっかり違いを意識しながら知識の
確認をしていきましょう。

【法分野】

　・行政手続法　　　　　・行政不服審査法
　・行政事件訴訟法　　　・国家賠償法

無駄なく超効率的に学習したい受験生に告ぐ�
頻出テーマを伝授！

埼玉県立春日部高等学校卒業、青山学院大学文学部フランス文学科卒業、青山学院大
学大学院法学研究科中退。全国の学内講座で講師を務める。大学院生のころから講師
を始め、現在は法律科目（憲法、民法、行政法など）や行政科目、社会科学、人文科
学、小論文、面接指導など幅広く講義を担当している。

寺本康之

・寺本康之の小論文バイブル（年度版）
・寺本康之の憲法ザ・ベストハイパー（いずれもエクシア出版）　他多数

著書

法律科目
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　数的処理の問題を解くうえで、必要な公式はいくつもあり
ますが、メジャーな公式（三平方の定理など）は、勉強して
いれば嫌というほど使う機会がありますので、忘れることは
ないでしょう。というか、忘れたらヤバいでしょう。
　問題なのは、マイナーな公式（てんびんの法則など）ですね。
一通りの勉強を終えていれば、一度はマスターしているかと
思いますが、滅多に使いませんからすぐ忘れますね。そして、
重要度が低いので、余り見直す機会もないでしょう。
　しかし、マイナーな公式を使う問題というのは、出題頻度
は低いですが、いざ出題されると公式さえわかっていれば秒
で解ける問題も多く、けっこう美味しかったりします。
　また、本誌 Vol.1 の特集にも書いたように、2022 年はこの
マイナー分野からの出題がけっこう多くあり、2023 年もそこ
そこ出題される可能性はありますよね。
　そのような訳で、今回の特集タイトルにある「重要テーマ」
とはちょっと違いますが、本番前に確実につぶしてほしい余
りメジャー過ぎない公式や法則を使う簡単な問題を並べてみ
ました。
　次のチェックテストを解いて、忘れている公式などがあれ
ば、ここでしっかり確認してくださいね。

【チェックテスト】
① Ａの速さは分速 150m、Ｂの速さは分速 100m のとき、

Ａが 500m 前方を同じ方向に歩くＢに追いつくまでの
時間は何分か

② 列車Ａの長さは 90m、速さは秒速 25m、列車Ｂの長さ
は 130m、速さは秒速 30m のとき、ＡとＢがすれ違う
のにかかる時間は何秒か

③ 数列「1，5，9，13，…，397，401」の総和はいくら
か

④ 「Ａ，Ｐ，Ｐ，Ｌ，Ｅ」の 5 文字を一列に並べる方法は
何通りか

⑤ サイコロを 3 回振ったとき、1 の目が 2 回出る確率はい
くらか

⑥半径 3 の球の体積はいくらか
⑦ 下図 1 の直角三角形ＡＢＣにおいて、ＡＤが∠Ａの二等

分線であるとき、ＢＤの長さはいくらか
⑧下図 2 において、x，y の大きさはいくらか
⑨下図 3 において、x の大きさはいくらか

図 1　　　　　　　　図 2　　　　　　　図 3
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⑩ 6 チームでリーグ戦を行うときの試合数はいくらか
⑪ 49 チームでトーナメント戦を行うとき、優勝チームが

決まるまでの試合数はいくらか
⑫ 「判断推理が得意、または、数的推理が得意でない人は、

資料解釈が得意でない」の対偶を作れ
⑬ 50 枚のコインの中に 1 枚だけ重さが他より軽い偽物が

混ざっている。上皿てんびんを使用して偽物を確実に見
つけ出すときの最少使用回数はいくらか

⑭ 69 個の石があり、Ａ，Ｂの 2 人がＡから順に交互に 1
～ 5 個の任意の数の石を取っていく。最後の 1 個を取っ
た方を勝ちとすると、Ａが確実に勝つためには初めに何
個の石を取ればよいか

⑮ 半径 1 の小円が半径 4 の大円の外側を 1 周するとき、
小円は何回転するか

⑯ 正八面体の辺の数と正二十面体の頂点の数の和はいくら
か

⑰ 下図 4 の図形に直線を 1 本足して一筆書きができる図に
せよ

⑱下図 5 の立方体の展開図の重なる辺を調べよ

図 4　　　　　　　 図 5

【公式と答え】
①�旅人算（追いかけ算）の公式⇒追いつくまでの時間＝ 2人
の間の距離÷2人の速さの差

　500 ÷（150 － 100）＝ 10（分）
②�通過算（すれ違い）の公式⇒すれ違うのにかかる時間＝両
者の長さの和÷両者の速さの和

　（90 ＋ 130）÷（25 ＋ 30）＝ 220 ÷ 55 ＝ 4（秒）
③等差数列の和の公式⇒（初項＋末項）×項数÷2
　 初項 1、末項 401、公差 4 の等差数列で、401 ＝ 1 ＋ 4 ×

100 より、項数は 101
　総和＝（1 ＋ 401）× 101 ÷ 2 ＝ 20301
④�同じものを p個、q個…含む r個を一列に並べる方法

　⇒
r !

p !・q !�…

　同じものを 2 個含む 5 個を並べる方法→
5 !
2 ! ＝ 60（通り）

⑤�反復試行の公式⇒確率 pの事象が n回のうち r回起こる確
率⇒ nＣr× pr×（1－ p）n－r

　 確率
1
6 の「1 の目が出る」という事象が 3 回のうち 2 回起 

 こる確率

　＝ 3Ｃ2 ×（ 1
6 ）2

×（1 －
1
6 ）3－2

＝ 3 ×
1
36 ×

5
6 ＝

5
72

⑥球（半径＝ r）の体積⇒
4
3 r 3

　
4
3 × 33 ＝ 36　

⑦�角の二等分線の定理⇒次図1において、ＡＢ：ＡＣ＝ＢＤ：
ＣＤ

　 三平方の定理より、ＢＣ＝ 4　
　角の二等分線の定理より、ＢＤ：ＣＤ＝ 5：3

　ＢＤ＝ 4 ×
5
8 ＝ 2.5

⑧�円周角の定理⇒次図2において、∠ＢＡＤ＝
1
2 ∠ＢＯＤ

　�内接四角形の定理⇒図2において、∠ＢＡＤ＋∠ＢＣＤ＝
180°

　x ＝
1
2 × 150°＝ 75°　y ＝ 180°－ 75°＝ 105°

⑨接弦定理⇒次図3において、∠ＢＡＣ＝∠ＢＣＴ
　x ＝ 50°

図 1　　　　　　　　図 2　　　　　　　図 3
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⑩  nチームでリーグ戦を行うときの試合数⇒ nチームから 2
チームを組み合わせる方法＝ nＣ2

　6Ｃ2 ＝
6 × 5
2 × 1 ＝ 15（試合）

⑪ nチームでトーナメント戦を行うときの試合数⇒ n－1
　49 － 1 ＝ 48（試合）
⑫ド・モルガンの法則⇒Ａ∧Ｂ＝Ａ∨Ｂ　Ａ∨Ｂ＝Ａ∧Ｂ
　 「資料解釈が得意な人は、判断推理が得意でなく数的推理が

得意である」
⑬�てんびんの最少使用回数⇒3n－1個より多く3n個以下→ n回
　33 ＜ 50 ≦ 34 より、4 回
⑭�ゲーム必勝法⇒取れる個数の「最少＋最多」の数で、全体
の個数を割った余りを最初に取れば、最後の 1個を取るこ
とができる

　69 ÷（1 ＋ 5）＝ 11 余り 3 より、3 個
⑮�円の回転数の公式⇒大円と小円の半径の比がm：1のとき、
小円が大円の外側を1周するときの小円の回転数＝m＋1
（回転）

　4 ＋ 1 ＝ 5（回転）
⑯多面体の辺の数⇒各面の辺の数の合計÷2
　�多面体の頂点の数⇒各面の頂点の数の合計÷ 1頂点に集ま
る面の数

　 正八面体の辺の数＝ 3 × 8 ÷ 2 ＝ 12
　正二十面体の頂点の数＝ 3 × 20 ÷ 5 ＝ 12
　12 ＋ 12 ＝ 24
⑰�一筆書きができる図形の条件⇒奇点（奇数本の線が集まる
点）が0個または2個

　 例えば、下図 4 のように、図の 4 つの奇点のうち 2 点を結
んで偶点に変える。

⑱�立方体の展開図の重なる辺⇒初めに90度をなす辺、次にそ
の隣どうしの辺

　下図 5 の通り

図 4　　　　　　　　図 5

　いかがでしたか？　15 問以上正解した方は、かなり網羅的
に勉強されていると思います。
　忘れていた公式や法則を、ここでしっかり思い出して、本
番で美味しい問題が出たときは、必ず得点してくださいね。

直前期につぶしておきたい重要テーマ②

1994 年より大手予備校にて公務員試験対策の数的処理の講義を担当。独自の解法講
義で人気を博し、看板講師として活躍する。
2008 年に独立し、執筆活動や大学講義を行い、著書累計は 160 万部を超える。
2014 年に（株）エクシア出版を設立、現在、代表として出版活動を行っている。

畑中敦子

・畑中敦子の数的推理 The BEST
・畑中敦子の判断推理 The BEST　他多数

著書

数的処理

忘れている公式はないか？
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　皆さんこんにちは。受験勉強は順調に進んでいますか？　
まぁ、順調ではない方がほとんどであろうと思います（笑）　
しかし、「私はダメな人間です…」と過ぎたことを懺悔してみ
てもはじまりません。そこで今回は「直前期につぶしておき
たい重要テーマ」ということで、経済系科目について、どん
なやり方で、どのあたりを学習しておくべきか、私見を述べ
ておきたいと思います。

1 ミクロ経済学

　直前期に、ミクロ経済学の学習に多くの時間を割いてはい
けません。これまで十分に学習して来られたでしょうから、
知識を維持する勉強で十分です。基本的な計算問題の解き方
を忘れないようにすること、これまで使ってきた問題集や模
擬試験の問題の“知識モノ”の確認です。新しいことに手を
付けてはいけませんよ。
　まず計算問題の確認の仕方については、苦手分野を中心と
して、全体からバランスよく 30 ～ 40 問程度問題をピックアッ
プします。それを 1 日 5 問程度、見直しをします。解き方を
覚えてしまった問題は捨て、新しい問題（といっても、過去
に解いたことのある問題ですよ）と入れ替えます。こうすれば、
あなたがチェックすべき重要問題が常に手許にある、という
状態になりますから、試験前日に何を見直したらよいか分か
らない、ということにはなりませんよね。
　また、ミクロ経済学の場合、“知識モノ”は少ないはずです。
確認するとしても「様々な無差別曲線の形状」（消費者行動理
論）、「市場の失敗」に陥るケース（市場均衡理論）あたりでしょ
うか。これらは、可能性は低いですが理論問題（文章題）の
形での出題があり得ますので、キーワードと結論の確認を出
来たらしておきましょう。

2 マクロ経済学

　マクロ経済学も、直前期に多くの時間を割くことはできま
せん。計算問題については、ミクロ経済学と同様のやり方を
採ってみて下さい。一方、理論問題（文章題）形式の問題は
多めに出題されますので、“知識モノ”を効率的に押さえれば、
得点力を上げることができるでしょう。
　直前期に必ず見直しをしておいて欲しい分野は、「国民経済
計算」、「消費理論」、「投資理論」、「貨幣理論」です。「国民経
済計算」 では、国民所得の諸概念の関係式を確認します。概念
の違いを生み出す項目を覚えることがポイントです。「消費理
論」 では、ケインズ型消費関数の特徴と 4 つの消費仮説のキー
ワードを確認して下さい。「投資理論」 では、投資の限界効率
論を中心に各学説のキーワードと定義式を覚えましょう。特
に、トービンの q理論は単独で計算問題として出題されるこ
ともあり得ます。注意しましょう。「貨幣理論」 は、ケインズ
の流動性選好説と古典派の 2 つの式（フィッシャーの交換方
程式、ケンブリッジ方程式）を見直して下さい。式を覚える
といっても計算問題はほとんど出ません。理論問題（文章題）
を想定して見直しをして下さい。
　また、計算問題は苦手であっても、グラフを中心に一通り
勉強をされてきた方なら「財政金融政策の効果」であれば短
期間で確認することはできるでしょう。例えば、IS－LM分析
では、投資の利子弾力性と IS 曲線の形状、貨幣需要の利子弾
力性と LM 曲線の形状、これらを踏まえた財政・金融政策の相
対的有効性を、AD－AS分析や IAD－IAS 分析なら、マネタ
リスト（適応的期待形成）が想定するグラフの形状と合理的
期待形成仮説が想定するグラフの形状は確認しておくべきで
しょう。

3 財政学

　財政学はまさに直前期に学習すべき科目です。「学系」科目
の中では出題傾向も安定していますし、勉強のやり方さえ間
違わなければ、肢を切るのも比較的容易です。一通り学習す
れば報われる科目ですから、とにかくどんどん覚えましょう。
　まず、令和 4 年度の 「国の一般会計予算」 と 「地方財政計画」 
の概要・概数を覚えましょう。特に、「国の一般会計予算」は
試験種問わず必ず出題されます。「地方財政計画」も同様に考
えておくべきでしょう。覚えるポイントは規模、歳入・歳出
項目それぞれの割合および対前年度比でどう変化したか（増
加 or 減少）です。ただし、細かいところまで厳密に覚える必
要はありません。例えば、「令和 4 年度一般会計予算規模は
107.5 兆円、このうち社会保障関係費は 33.7％を占め、対前
年度比で 1.2％増加した」という場合、基本的には「規模は
100 兆超え、このうち社会保障は 3 割超えで、前年度に比べ
て増えた」程度の暗記で OK です。「地方財政計画」も同様で
す。この程度の暗記が出来たら、次に前年度に比べて大きく
変化している項目を覚えます。令和 4 年度一般会計予算では、
租税及び印紙収入が 13.6％増、公債金収入が 15.3％減となっ
ており、この 2 つは 10％を超えた変化率になっています。こ
のように、ザックリと暗記することがコツです。
　次に、租税の分類など 「税制」の概要を覚えましょう。ただ 
し、税制上の租税の分類をすべて覚えることは不可能ですし、
そんな必要もありません。過去問を見れば、良く問われる税
目があることが分かると思います。まずは過去に問われたも
のだけを覚えるようにしましょう。
　財政学は、国家公務員試験と地方上級試験（県庁、政令指
定都市）で重要となります。まだまだ時間はありますので、
腰を据えて学習に取り組みましょう。

4 経済史・経済事情

　この科目も直前期に取り組むべき科目です。しかも、4 月
に学習すれば十分でしょう。
　経済史・経済事情は、「日本経済史」、「国内経済事情」及び

「世界経済事情」の 3 分野からなります。このうち、まず は「日
本経済史」の暗記に取り組みましょう。覚えれば確実に得点

できるからです。覚え方のポイントは、“出来事の順番”を覚
えることです。年数まで覚える必要はありません。公務員試
験では、起きた出来事の順番を入れ替えて誤りの選択肢が出
題されるので、この点を留意して覚えると良いでしょう。
　次に、「国内経済事情」と「世界経済事情」 ですが、これら
はどちらから取り組んでも構いません。「国内経済事情」は主
に 『経済財政白書』 （内閣府）から、「世界経済事情」は 『世界
経済の潮流』 （内閣府）、『通商白書』 （経済産業省）から出題
されます。しかし、これらを読み通すことは大変ですので、
市販されている公務員試験用の時事対策のテキストを使いま
しょう。この点に関して、受験生から「的中率の高いテキス
トはありますか？」というご質問を頂くことがありますが、
どの本も“カン”で作っているので（笑）、的中率の高い本
というのは年によって変わります。的中率など当てにしない
方が賢明です。受験生として大切なことは、当たるかどうか
ではなく、“みんなが知っていることを知っておく”というこ
とです。つまり、一番売れている本に取り組むべきでしょう。
そうすれば、点差をつけられることはありませんよね。

5 会計学

　国税専門官、財務専門官が第 1 志望で、直前期に余力のあ
る人は取り組んでも良いかもしれません。これらの試験種は
第 1 志望ではなく、簿記の学習経験がないという方は、捨て
科目にしてもよろしいと思います。こう言うと、「必須科目じゃ
ないですか！」とツッコミが入りそうですが、会計学を勉強
していなくても他の科目がそれなりに得点できるようになっ
ていれば合格することができます（公認会計士試験や税理士
試験の受験経験者の存在を危惧する方がおられますが、心配
いりません。彼らは社会学や政治学、ミクロ・マクロはでき
ません）。簿記の知識も要求されますから、会計学を学習する
なら全体のバランスを崩さないように注意しましょう。
　出題可能性の観点から言うと、会計学の総論、企業会計原
則の「一般原則」及び「資産会計」 をやっておけば、運が良け
れば国税専門官試験でしたら 3 ～ 4 問は得点できるでしょう。
さらに、「損益会計」 を加えれば、1 問プラスすることができ
ます。これらの領域は出題されることが分かっていますので、
余力があるなら取り組んでも良いかもしれません。

特 集 直前期につぶしておきたい重要テーマ③

千葉商科大学政策情報学部非常勤講師、公務員試験予備校講師。
資格試験予備校、金融機関、マスコミ業界を“講師”として渡り歩き、2013 年に独立。
公務員試験や各種資格試験の受験指導のほか、全国の企業や大学などで、日本経済新
聞の読み方、企業情報の採り方、景気指標の見方などの指導も行っている。

高橋義憲

・マップでわかる経済学 マクロ編
・マップでわかる経済学 ミクロ編（いずれもエクシア出版）

著書

経済系 目科

伸びしろのある科目に注力すべし！

定価：1,980円（税込）

高橋義憲の
マップでわかる経済学
ミクロ編

マクロ編

好評発売中!

図解でわ
かり

やすい！
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今年のスケジュール
《令和５年度　主な試験日程（2023 年３月１日現在）》

３月 19 日（日） 衆議院法制局（総合職）

４月  1 日（土） 衆議院事務局（総合職）

４月  9 日（日）  国家総合職（院卒者・大卒程度）

４月 15 日（土） 参議院法制局（総合職）

４月 16 日（日） 参議院事務局（総合職）

４月 29 日（土） 国立国会図書館（総合職・一般職）

４月 29 日（土） 警視庁警察官 I 類（第１回）

４月 30 日（日） 東京都Ⅰ類 B・特別区Ⅰ類

４月 30 日（日）  警視庁（警察行政職）Ⅰ類・ 
東京消防庁職員Ⅰ類

５月 13 日（土） 裁判所事務官（総合職・一般職）

５月 14 日（日） 道府県警察官（大卒１回目）

５月 14 日（日） 東京消防庁消防官Ⅰ類

５月 20 日（土） 衆議院事務局（一般職）

６月 4 日（日） 国家専門職

６月 11 日（日） 国家一般職

６月 18 日（日） 地方上級・市役所Ａ日程

７月 2 日（日） 国立大学法人等職員

７月上旬 市役所 B 日程

９月中旬 市役所 C 日程

合格者のページ【第2回】

合格者のリアルなスケジュールを大公開 !

はやしクン
都内の私立大学 3 年生。
某政令市志望｡

さとうサン
都内の私立大学 4 年
生。裁判所事務官採
用予定。

はしもとサン
首都圏の国立大学 4
年生。特別区Ⅰ類（某
区役所）採用予定。

むらたサン
都内の私立大学 4 年
生。国家一般職（本
省）採用予定。

2月 4月 6月

7月
5月

模試シーズン

はやしクン　試験日程の情報は日々更新されます。
志望先の官公庁のホームページはよく確認してお
きましょう！　EX-STUDY 公式 LINE・Twitter で
は、説明会情報や試験情報など公務員試験に役立
つ情報をお送りしています。私も令和５年度の試
験を受けますので、一緒に公務員試験合格に向け
て頑張りましょう！

公式LINEは
こちら

公式Twitterは
こちら

3月

さとうサン　比較的難易度の高い大手予備
校に限らず、複数の予備校の模試を受験し
ました。幅広く受けることで自分のレベル
をより正確に把握できるだけでなく、複数
の先生方から論文の添削を受けられるので
とても役に立ちました。

さとうサン　2〜 3月　自宅受験

むらたサン　初めての大規模な模試で、緊
張してすごく頭が痛くなりました（涙）。で
も、2 回目には慣れてリラックスして受験
できたので、第一志望の本番が初めての受
験にならないように工夫することをおすす
めします！

むらたサン　会場試験上旬 出願（受験申込）

はしもとサン　出願は、あとから辞退もで
きるので、できるだけ多くしました。ただ、
特別区など出願時に面接カードの提出が必
要な試験種もあるので、早め早めに準備し
ておくことが大切です！

はしもとサン　全国規模の模試を、3、4 回
受験しました。すべて自宅受験だったので、
できるだけ集中して厳しく行うことを意識
しましたが、会場慣れをするためよりも、
自分の実力を知ることと、様々な問題に触
れることのために受験していました。時事
問題などは、直前に確認する材料としても
活用できるので、とっておくとよいです！

はしもとサン　自宅受験下旬
国家総合職①24日

国家一般職①12日

3日

中旬

22日〜7/2

下旬

8〜10日

国立大学法人等職員①

地方上級①19日

国家一般職官庁訪問

国家総合職官庁訪問

国家一般職②

国家専門職②

地方上級②

さとうサン　連日の試験はあまりおすすめ
しません。翌日の試験の勉強ができないこ
とと、終わってからも疲れて勉強できない
ことに不安を感じました。

警視庁警察官Ⅰ類①30日

むらたサン　この１週間はほんとにやる気
が出ず、何もできませんでした。事前に試
験と試験の間に何をするか決めておくとい
いと思います◎

東京都Ⅰ類Ｂ①／特別区Ⅰ類①1日

むらたサン　この時期にはいくつ
かの試験や官庁訪問で良い結果が
出て、志望度の低いところを辞退
することもあります。逆に言えば
心が揺れやすい時期なので、納得
のいくまでじっくり悩みましょう！

さとうサン　以下の通り７月中旬以降は面接が連続しま
す。面接カードが手書きということもあり、正直余裕があ
りません。 特に特別区で課される３分間自己 PR は早め
に原稿を用意して暗記に時間をかけるべきだと思います。

国家専門職①5日

はしもとサン　裁判所の筆記試験の後は、
６月までいったん試験がないので、気分転
換の意味も込めて面接対策を本格的に進め
ました。説明会に参加したり、街歩きをし
てみたり…。時間のあるときに煮詰めてお
くことをおすすめします！

裁判所事務官（総合職・一般職）①7日

国家総合職②22日

はしもとサン　自宅試験

さとうサン　会場受験

むらたサン　会場受験（2日間）

下旬

①は第一次試験、②は第二次試験。試験日程は 2022 年
当時のものです。

〜
〜

　　　ここに掲載したスケジュールはあくまで一例です。人それぞれ 
　受験先は異なるので、自分の受験スケジュールを把握して、計画的
に対策を進めていきましょう！ 直前期になかなか勉強が進まないのは
みんな経験があります！笑
あと少し、体調に気を付けてお過ごしください。みなさんの受験を応
援しています ! （さとう、むらた、はしもと）

まと
め

裁判所事務官②

東京都②

特別区②



column column

10 11

①いろいろな遺伝（生物）
 おすすめ度　★ ★ ★ ★ ★

　遺伝法則は暗記で対応することはでき
ませんが、「いろいろな遺伝」は雑種第
2 代の比率を暗記するだけで点が取れま
す。
・マルバアサガオの花の色
　赤：桃：白＝ 1：2：1
・ハツカネズミの毛の色
　黄色：灰色（黒）＝ 2：1
・スイートピーの花の色
　有色：無色＝ 9：7
・カイコガのまゆの色
　白色：黄色＝ 13：3
　（いずれも雑種第２代）
といった比率を暗記してしまいましょ
う。

②ヒトの脳（生物）
 おすすめ度　★ ★ ★ ★ ★

　各部位のはたらきをキーワードで暗記
しましょう。
・大脳：感情、精神活動、随意運動
・間脳：視床下部、体温の調節
・中脳：瞳孔の開閉、姿勢保持
・小脳：平衡運動
・延髄：心臓の拍動、唾液の分泌

③ホルモン（生物）
 おすすめ度　★ ★ ★ ★ ☆

　動物ホルモンは分泌腺を中心に暗記し
ましょう（例：チロキシンは甲状腺から
分泌される）。動物ホルモンは分泌腺以
外にも反応経路が問われる場合がありま
すので余裕があれば少し深掘りして覚え
ても良いかもしれません。
　植物ホルモンはその性質を暗記しま

しょう（例：エチレンは果実を成熟させ
る）。

④地球の歴史（地学）
 おすすめ度　★ ★ ★ ★ ★

　各時代区分にどの生物が繁栄していた
かを暗記します。簡単な問題であれば
・先カンブリア時代
・古生代
・中世代
・新生代
と 4 つの時代区分に生物を当てはめる
程度で大丈夫ですが、難易度が上がると
さらに時代区分を分ける必要があります
ので気をつけてください（例：三葉虫は
古生代全範囲を代表する生物だけど、フ
ズリナは古生代の後半に繁栄）。

⑤岩石（地学）
 おすすめ度　★ ★ ★ ★ ☆

　各種岩石を
・火成岩
・変成岩
・堆積岩
に分類するだけで間違いの選択肢を切る
ことができます。「火成岩」に関しては
さらにその岩石を構成する造岩鉱物（輝
石、黒雲母、石英など）も覚える必要が
あります。

⑥太陽系の惑星（地学）
 おすすめ度　★ ★ ★ ★ ★

　各惑星の特徴をキーワードで暗記しま
しょう。できれば数値データも暗記する
と完璧です。
・ 水星：大気がほぼない、昼夜の気温差

大きい

・ 金星：温室効果、自転が逆、二酸化炭
素の厚い大気、地球と似た大きさ

・ 火星：地球と似た自転軸＆四季、二酸
化炭素の薄い大気、かつて液体の水が
あった跡

・ 木星：太陽系最大の惑星、大赤斑、ガ
リレオ衛星

・土星：太陽系最小の密度

⑦無機化学（化学）
 おすすめ度　★ ★ ★ ☆ ☆

　公務員試験の無機化学（金属元素・非
金属元素）は暗記で対応できます。いま
まで紹介したものに比べると覚える量が
多いですが、その分出題頻度も高いので
おすすめです。金属元素はアルミニウム、
銅、鉄、ナトリウム化合物、カルシウム
化合物が中心に出題されます。非金属元
素は水素、ヘリウム、塩素、窒素、炭素
が中心に出題されます。
　これ以外の物質も出題される可能性は
ありますが、上記物質が特に出題されや
すいのでこれだけでも暗記してしまいま
しょう。

自己ＰＲの重要性は年々高まっている

　近年、人物重視の試験内容に変更する
行政機関は増加傾向にあり、特に地方公
務員試験において、筆記の負担を大幅に
減らし、面接重視の試験に変える自治体
が増えています。それだけではなく、公
務員試験における面接試験の内容も変化
していると実感します。例えば、横浜市
は令和 5 年度採用試験に特別実施枠を
新設し、SPI とマイプレゼンテーション
を課すことを発表しています。この変化
は横浜市だけに当てはまるものではあり
ません。多くの自治体の採用試験を調べ
ると、近年は筆記試験の軽量化や書類選
考の通過人数を増やし、代わりに 2 ～
3 分間の自己 PR プレゼンテーションを
課す自治体が増えていることがわかりま
す。つまり、面接試験において自己 PR
の重要性は年々高まっており、自分の強
みを、どのように公務員に活かすことが
できるか入念に対策しないといけませ
ん。

卓越したスキル・素晴らしい功績がないと、
評価される自己PRは作れないのか

　松村塾では、これまで 2,000 人以上
の受験生にアドバイスしてきましたが、
多くの受験生は「私には自慢できるエピ
ソードが一つもない…」と落ち込んだ
様子で相談してきます。確かに、公務員
試験は一定基準以上の方を合格させる資
格試験と異なり、限られた枠を狙って多
くの受験生と戦う競争試験なので、卓越
したスキルや、素晴らしい功績がないと
合格できないと考えてしまう気持ちはわ
かります。ですが、そのような優秀な人
だけが求められているかと言えば、そう
ではありません。私は 5 年間市役所に
勤めてきましたが、地道な仕事や、自分
が希望しない仕事を課せられても、責任
感や使命感を持って仕事に取り組む姿勢
が身についていることが重要だと実感す
る機会が多々ありました。また、普段か
ら礼儀礼節をわきまえて、挨拶や感謝を
心がけ、あらゆる世代の方々と仲良くで
きる社交性や協調性があると、多くの仕

事を円滑に進められることを実感しまし
た。当たり前と思うことを徹底する姿勢
は、公務員にとってものすごく大事なん
です。公務員である採用担当者も、私と
同じような経験をしてきたことでしょ
う。特別なスキルや素晴らしい実績を
持っていることは良いことですが、それ
以前に、当たり前なことを見落とさず、
自分を律することができる人物であるか
確認します。だからこそ、主体性・使命
感・責任感・協調性など、「当たり前な
こと」と見落とされがちな「強み」でも、
公務員試験において、面接官に刺さる自
己 PR を作ることができます。採用担当
者は自己 PR の結果ではなく過程を重視
し、あなたのエピソードを聞く中で、性
格・価値観・実務能力を総合的に評価し
ます。

市職員の経験を踏まえ、公務員に求めら
れる人物像を紹介

　市職員は、普段は市民からの問い合わ
せ・クレームに対応する仕事が多いです。
条例の制定や、新事業を企画する仕事も
ありますが、他自治体の事例や、自分が
勤める自治体の現状、社会情勢を踏まえ
て、事業の詳細部分を固めていく作業が
多いです。また、新たな企画を始める際、
論理的に費用対効果などを示す資料を
作って、上司を説得する仕事もあります。
自分が発案した企画が通った後は、住民
や事業者と交渉しないといけません。こ
れらの仕事は、何か特別なスキル・能力
を発揮しないとできない仕事ではありま
せん。基本的なコミュニケーション力や

論理的思考力のほか、周りの人と信頼関
係を築く力が重要です。また、ゼロから
素晴らしいものを生み出せる発想力より
も、様々な情報や、周りの意見を踏まえ、
論理的に説得力ある企画を組み立ててい
く力も求められます。つまり、どれか一
つの能力がスバ抜けている人が活躍でき
るのではなく、オールマイティなバラン
ス力ある人材が、公務員として活躍でき
ると言えます。他にも、多くの関係者と
調整する場面では板挟みにあうことも多
くありますので、困難な状況でも挫けな
い粘り強さが大事です。
　自分にとって当たり前で、自慢できな
いと考えているエピソードでも、私がお
伝えした人物像を踏まえ、公務員に求め
られる「強み」を明確に見出して、どの
ように発揮したのか説明すると、高評価
につながる自己 PR を作り上げることが
できます。

「暗記」を「とにかく赤線を引っ張って有無をいわせず覚える」と定義するのであれば、知識系の科目のほとんどは暗記という

わけではありません。原理、成り立ち、背景などを理解した上で知識を覚えるからです。とはいえ、直前期にそんな丁寧に勉強を、

まして自然科学ごときにする時間はありません。他にやるべきことがたくさんあるでしょう。

そこで今回のコラムでは自然科学の中でも数少ない「とにかく赤線を引っ張って有無をいわせず覚えれば点が取れる自然科学」

を紹介します。

「完全暗記」で済む自然科学 あなたの魅力を引き立て、評価される自己 PRを作るには

自然科学LOVE 受かる! 面接対策

定価：1,540円（税込）

吉田
メソッド
満載!柴﨑直孝

2004 年より大手予備校にて公務員試験
対策の講義（数的処理・自然科学）を
担当。受験生目線に立った「誰でも使
える解法」と「現実的な戦略」を熱血
指導で分かりやすく教え人気を博す。
2013 年より関東学園大学の専任講師に
着任、2018 年より准教授。

吉田和敏
公務員試験対策指導塾「松村塾」代表。
能美市役所にて 5 年間、企業誘致・人
口減少対策などの施策推進に尽力する。
市役所を退職後、松村塾を開業。公務
員時代の経験を活かし、分かりやすい指
導を徹底することで、県庁社会人枠など
の難関試験で大勢の合格者を輩出する。




